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一
、
儒
学
受
容
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
後
、
儒
学
は
重
要
な
思
想
資
源
と
し
て
、
日
本

の
社
会
、
経
済
、
文
学
、
教
育
の
諸
方
面
に
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。

そ
う
し
た
儒
学
の
受
容
に
対
す
る
研
究
が
、
日
本
で
は
明
治
維
新
に
入
っ

て
よ
う
や
く
開
始
し
た
が
、
中
国
の
ほ
う
で
は
さ
ら
に
遅
く
、
一
九
八
〇

年
代
か
ら
始
め
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
儒
学
の
意
義
を
究
明
す
べ

く
、
今
ま
で
の
研
究
動
向
を
整
理
し
、
巨
視
的
ス
ケ
ー
ル
で
儒
学
研
究
の

歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き

方
向
を
模
索
す
る
の
に
、
必
要
な
作
業
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
一
）
日
本
に
お
け
る
儒
学
受
容
に
関
す
る
研
究
動
向

日
本
に
お
け
る
儒
学
受
容
に
関
す
る
研
究
動
向
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず

明
治
維
新
後
、
漢
文
書
院
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
支
那
学
』
が
重
要
な
文

◎
コ
ラ
ム

日
本
近
世
社
会
の
儒
学
受
容
に
関

す
る
研
究
ノ
ー
ト

―
日
中
学
界
に
お
け
る
研
究
動
向
及
び
一
考
察

―任

潔

R
E
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J

i
e

献
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
島
田
重
礼
氏
、
大
野
雲
潭
氏
、
三
島
毅
氏
、
牧

野
謙
次
郎
氏
な
ど
の
学
者
は
、
周
学
、
宋
学
、
明
学
な
ど
を
紹
介
し
な
が

ら
論
じ
た

。
そ
の
後
、
近
代
化
お
よ
び
洋
学
の
輸
入
に
し
た
が
い
、
儒

(1)

学
の
影
響
力
は
次
第
に
衰
え
、
儒
学
よ
り
は
洋
学
研
究
が
主
流
と
な
っ
て

い
た
。
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
日
本
に
お
け
る
儒
学
受
容
に
関
す
る

研
究
（
田
所
義
行
氏
、
太
田
青
丘
氏
、
江
藤
淳
沢
氏
、
諏
訪
春
雄
氏
な
ど
）
が
再
び

活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
歴
史
的
・
文
化
的
・
政
治
的
角
度
か
ら

研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
中
日
関
係
が
よ
く
な
る
に
つ
れ
て
、
更
に
目
覚

ま
し
い
研
究
成
果
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
総
体
的
に
考
察
し
て
み
れ

ば
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
①
研
究
対
象
が
儒
学
経
典
の
『
易

経
』
『
書
経
』
『
詩
経
』『
周
礼
』『
礼
記
』
『
儀
礼
』
『
春
秋
左
氏
伝
』『
春

秋
公
羊
伝
』『
論
語
』『
孝
経
』『
孟
子
』
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
（
野
口
武

彦
氏
、
八
木
聖
弥
氏
、
小
川
幸
生
氏
、
津
田
潔
氏
な
ど
に
よ
る
研
究
を
参
照
）
。
②
研

究
内
容
は
、
近
世
時
代
に
お
け
る
受
容
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う

傾
向
で
あ
る
（
高
田
宗
平
氏
、
赤
瀬
雅
子
氏
、
井
上
啓
治
氏
、
工
藤
重
矩
氏
、
志
田

諄
一
氏
、
田
中
德
定
氏
な
ど
に
よ
る
研
究
を
参
照
）
。
③
研
究
立
場
か
ら
み
る
と
、

日
本
に
お
け
る
儒
学
の
改
造
に
関
す
る
合
理
性
を
論
述
す
る
も
の
が
多
い

（
佐
藤
由
隆
氏
、
坪
内
淳
仁
氏
、
種
村
和
史
氏
、
中
村
春
作
氏
、
徳
重
公
美
氏
、
辻
本
雅

史
氏
な
ど
の
研
究
を
参
照
）
。
④
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
続
々
と
開
催
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
四
年
開
催
さ
れ
た
「
第
四
十
五
回
日
本

中
国
学
会
年
会
」
、
二
〇
〇
三
年
日
本
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
に
よ
り
開

催
さ
れ
た
「
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
：
儒
学
思
想
と
民
間
説
話
」
を
テ
ー
マ

と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
あ
っ
た
。
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（
二
）
中
国
に
お
け
る
儒
学
受
容
に
関
す
る
研
究
動
向

中
国
に
お
け
る
儒
学
受
容
に
関
す
る
研
究
動
向
を
概
観
す
る
と
、
一
九

八
〇
年
代
の
学
界
で
活
躍
し
て
い
た
呉
楓
氏
、
伊
文
成
氏
、
李
洪
淳
氏
の

研
究
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
日
本
に
お
け
る
儒
学
の
流

布
状
況
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
角
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

呉
楓
氏
は
、
歴
史
事
実
へ
の
考
察
を
主
と
し
、
日
本
の
中
国
か
ら
輸
入
さ

れ
た
儒
学
古
典
が
「
史
籍
、
子
書
、
文
集
、
小
説
、
雑
著
、
方
志
、
医
典
、

歴
算
お
よ
び
仏
教
経
典
」
な
ど
約
四
十
種
類
程
で
あ
る
と
指
摘
し
た

。
(2)

伊
文
成
氏
は
、
儒
学
と
神
道
と
の
融
合
を
中
心
に
論
じ
、
そ
の
融
合
が
日

本
人
の
道
徳
観
や
教
育
観
に
与
え
た
影
響
を
論
述
し
た

。
李
洪
淳
氏
は
、

(3)

儒
学
の
日
本
に
お
け
る
流
布
の
状
況
と
朝
鮮
に
お
け
る
流
布
の
状
況
を
比

較
し
て
述
べ
て
お
り

、
ま
た
厳
紹
璗
氏
は
『
中
日
古
代
文
学
関
係
史
稿
』

(4)

に
お
い
て
、
八
つ
の
方
面
か
ら
中
国
古
典
と
日
本
古
典
と
の
関
連
性
を
述

べ
、
日
本
文
化
は
複
合
的
な
形
態
で
存
在
す
る
文
化
で
あ
る
と
い
う
観
点

を
提
出
し
て
い
る

。
(5)

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
王
家
驊
氏
と
叶
渭
渠
氏
に
よ
る
研
究
が
注

目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
王
家
驊
氏
は
『
日
本
儒
学
史
論
』『
日
中
儒

学
：
伝
統
と
現
代
』『
儒
家
思
想
と
日
本
の
現
代
化
』『
儒
家
思
想
と
日
本

文
化
』
な
ど
の
著
書
に
お
い
て
儒
学
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
、
日
本
儒
学

発
展
史
、
儒
学
が
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
、
日
中
儒
学
の
差
異
な
ど
を

論
じ
て
い
る
。
叶
渭
渠
氏
は
儒
学
受
容
の
角
度
か
ら
日
本
歌
論
の
発
展
史

を
整
理
し
、「
儒
学
は
日
本
歌
論
の
発
展
を
推
し
進
め
た
」
と
い
う
結
論

を
出
し
て
い
る

。
彼
ら
の
研
究
は
、
今
で
も
中
国
の
学
術
界
に
影
響
を

(6)

与
え
て
い
る
。

二
一
世
紀
に
入
っ
て
、
中
日
関
係
が
よ
く
な
る
に
つ
れ
、
儒
学
に
関
す

る
研
究
成
果
も
い
っ
そ
う
ゆ
た
か
と
な
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
示

す
よ
う
に
な
る
。
①
研
究
対
象
が
豊
富
で
、
よ
く
読
ま
れ
て
い
な
い
儒
学

古
典
も
研
究
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
例
を
あ
げ
る
。
勾
艶
軍
氏

は
「
日
本
近
世
劇
作
小
説
に
お
け
る
中
国
文
学
思
想
淵
源
」
を
テ
ー
マ
と

し
た
論
文
に
お
い
て
、
日
本
近
世
劇
作
小
説
と
孔
子
の
説
い
た
「
游
於
藝
」

（
芸
に
遊
ぶ
）
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る

。
趙
俊
槐
氏
は
「
『
宇
津
保

(7)

物
語
』
に
お
け
る
『
孝
』
に
対
す
る
受
容
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
に
お

い
て
、
日
本
貴
族
階
層
と
知
識
人
が
儒
学
の
「
孝
」
か
ら
影
響
を
受
け
た

と
主
張
し
て
い
る

。
②
研
究
内
容
が
よ
り
多
元
的
に
な
り
、
社
会
、
経

(8)

済
、
文
学
、
教
育
、
言
語
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
専
門
領
域
に
お
い
て
論
が
展

開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
代
表
的
例
と
し
て
以
下
両
氏
の
研
究
を
あ
げ
る
こ

と
に
す
る
。
王
暁
平
氏
は
著
作
『
日
本
詩
経
学
史
』
に
お
い
て
、『
詩
経
』

の
日
本
に
お
け
る
流
布
状
況
を
考
察
し
て
い
る

。
尤
芳
舟
氏
は
「
孔
子

(9)

思
想
と
日
本
説
集
『
十
訓
抄
』
に
お
け
る
『
忠
孝
』
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

論
文
に
お
い
て
、
儒
学
の
「
忠
孝
」
と
日
本
の
「
忠
孝
」
を
比
較
し
て
い

る

。
③
批
評
方
法
が
多
様
化
し
て
お
り
、
実
証
法
・
比
較
法
・
思
弁
法

(10)
な
ど
多
く
の
理
論
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
韓
小
龍
氏

（
歴
史
学
）

、
呉
雨
平
氏
（
文
体
学
）

、
王
向
遠
氏
（
比
較
文
学
）

の
研
究

(11)

(12)

(13)

を
指
摘
で
き
る
。
第
四
、
日
本
と
は
違
っ
て
、
中
国
起
源
の
儒
教
が
日
本

社
会
に
与
え
た
影
響
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
論
が
圧
倒
的
に
多
い
。
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（
三
）
儒
学
受
容
へ
の
再
検
討

日
本
学
術
界
に
お
い
て
も
中
国
学
術
界
に
お
い
て
も
、
多
様
な
研
究
が

行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吸
収
・
改
造
の
諸
現
象
を
規
定
す
る

規
則
的
な
も
の
（
＝
ル
ー
ル
）
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
少
な
い
と
思
わ
れ

る
。日
本
は
二
千
年
来
中
国
の
儒
教
文
化
を
摂
取
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

検
討
・
恕
解
を
せ
ず
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
批
判

と
取
捨
を
加
え
な
が
ら
、
独
特
の
道
を
開
こ
う
と
す
る
努
力
を
怠
ら
な
か

っ
た
。

国
家
政
治
と
民
衆
教
化
の
両
面
に
お
い
て
、
儒
学
が
日
本
人
の
精
神
思

想
と
家
族
倫
理
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
日
本
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
受
容
過
程
は
決
し
て
単
な
る
模
倣
で
は

な
く
、
選
択
と
吸
収
、
さ
ら
に
批
判
的
改
造
な
ど
、
極
め
て
屈
折
し
た
過

程
を
経
て
発
展
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
新
儒
学
が
東
漸
し
て
か

ら
、
そ
う
い
う
傾
向
が
一
層
強
ま
っ
て
く
る
。「
物
事
が
有
用
で
あ
る
か

ら
、
あ
る
い
は
現
実
に
合
う
か
ら
選
択
」

し
た
り
、「
学
問
の
体
系
よ
り

(14)

思
想
の
有
用
性
を
重
視
す
る
選
択
が
行
わ
れ
」

た
り
す
る
の
が
、
そ
の

(15)

時
期
の
特
質
と
い
え
よ
う
。

過
去
百
年
で
見
た
こ
と
の
な
い
大
き
な
変
化
の
局
面
に
あ
る
今
、
日
中

両
国
の
文
化
交
流
の
実
像
を
考
察
し
な
が
ら
、
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る

そ
う
し
た
儒
学
受
容
の
過
程
と
特
徴
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
、

儒
学
の
普
遍
的
価
値
へ
の
再
認
識
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
日
本
の
儒
学
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察

『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、『
論
語
』
が
王
仁
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ

て
き
た
と
い
う
。
そ
の
後
、『
易
経
』『
詩
経
』『
書
経
』（
『
尚
書
』
）
『
春
秋

左
氏
伝
』
『
礼
記
』
な
ど
の
文
献
も
次
々
と
伝
来
し
、
日
本
社
会
の
各
領

域
に
影
響
し
始
ま
る
。
室
町
時
代
に
な
る
と
、
新
儒
教
の
伝
来
に
伴
い
、

原
始
儒
学
の
影
響
力
が
次
第
に
衰
え
、
禅
儒
一
体
論
が
主
導
的
な
地
位
を

占
め
る
よ
う
に
な
る
。
新
儒
学
が
日
本
に
伝
来
さ
れ
た
当
初
、
禅
宗
か
ら

独
立
し
た
学
問
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
儒
学
を
習
う
禅
僧

の
目
的
が
儒
学
の
宣
伝
で
は
な
く
、
禅
宗
の
合
理
性
を
論
証
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

。
(16)

近
世
に
入
る
と
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、
政
治
的
実
権
を
握
っ
た
武
士

階
層
と
経
済
的
実
権
を
握
っ
た
商
工
業
者
と
が
両
立
す
る
局
面
が
現
れ
る

が
、
政
治
上
あ
る
い
は
経
済
上
の
需
要
か
ら
、
両
方
と
も
新
儒
教
を
積
極

的
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
日
本
近
世
時
代
の
封

建
制
度
に
中
国
の
周
の
封
建
制
度
と
相
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
、

そ
れ
を
受
け
て
、
新
儒
学
は
禅
宗
の
束
縛
か
ら
抜
け
出
し
て
、
支
配
的
な

地
位
を
占
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
「
時
代
の
変
化
に
し
た
が
い
な
が
ら
儒
学
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
強
調

し
」
、
「
実
用
的
な
傾
向
」

が
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
吸
収
と
改
造
と

(17)

い
う
二
つ
の
方
面
か
ら
、
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
受
容
過
程
と

そ
の
特
質
を
ま
と
め
た
い
。

（
一
）
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
吸
収
過
程
と
そ
の
特
質

近
世
に
お
け
る
新
儒
教
の
吸
収
過
程
を
全
体
的
に
考
察
し
て
み
る
と
、
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「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
と
「
敬
か
ら
誠
へ
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。「
自
然

か
ら
作
為
へ
」
と
は
、
林
羅
山
、
山
鹿
素
行
、
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠
な

ど
の
儒
学
者
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
理
念
で
あ
る
。儒
学
は
「
天
人
合
一
」(18)

を
主
張
し
、そ
の
本
質
が
自
然
的
秩
序
に
よ
っ
て
社
会
的
秩
序
を
理
解
し
、

そ
し
て
自
然
的
秩
序
の
権
利
性
に
よ
っ
て
社
会
的
秩
序
の
合
理
性
を
論
証

す
る
こ
と
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
儒
学
の
理
論
体
系
に
お
い
て
は
、

「
天
道
」

が
「
人
道
」

を
含
め
た
「
天
道
」
で
あ
り
、「
人
道
」
が
「
天

(19)

(20)

道
」
か
ら
分
離
し
た
「
人
道
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
林
羅
山
は
「
天
人

合
一
」
の
思
想
を
認
め
、
自
然
法
的
世
界
観
に
「
治
国
平
天
下
は
修
身
斉

家
」

と
い
う
社
会
的
秩
序
が
含
ま
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
元

(21)

禄
・
享
保
に
な
る
と
、
幕
府
体
制
が
動
揺
し
崩
れ
て
い
く
な
か
、「
天
人

合
一
」
の
思
想
を
支
え
る
社
会
基
盤
が
次
第
に
失
っ
て
い
く
。
こ
の
頃
か

ら
、
日
本
儒
学
者
は
「
自
然
」

の
法
則
を
疑
う
よ
う
に
な
り
、「
作
為
」

(22)

(23)

の
法
則
を
強
調
し
始
め
た
。
山
鹿
素
行
は
「
天
道
」
か
ら
「
人
道
」
を
切

り
は
な
す
こ
と
を
強
調
し
、
欲
の
過
不
及
を
判
断
で
き
る
の
が
「
人
道
」

に
ほ
か
な
い
と
説
い
て
い
た
。
伊
藤
仁
斎
は
「
人
道
」
を
「
仁
義
礼
智
」
(24)

と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
が
生
ま
れ
つ
き
人
間
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
人
間
が
自
力
で
実
現
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
の
思
想
は
、
荻
生
徂
徠
の
「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
に
よ
っ
て
完
成

さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
人
道
」
を
人
間
に
よ
っ
て
「
作
為
」
さ
れ
た
「
道
」

と
し
て
、
さ
ら
に
「
道
」
を
絶
対
的
な
抽
象
概
念
で
は
な
く
、
世
間
に
存

在
す
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
人
間
に
よ
っ
て
「
作
為
」
さ
れ
た
「
道
」
こ
そ
が
、
秩
序
を
築
く

基
礎
と
な
る
と
徂
徠
は
強
調
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
日
本
儒

学
者
が
支
配
階
級
の
需
要
に
し
た
が
っ
て
、「
道
」
を
「
作
為
」
す
る
熱

心
さ
が
見
ら
れ
、「
作
為
」
と
し
て
の
「
近
代
法
」

の
萌
芽
が
見
ら
れ
る

(25)

で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
敬
か
ら
誠
へ
」
と
は
実
際
、
新
儒
学
の
異
な
る
方
面
が
強
調

さ
れ
た
結
果
と
い
え
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
「
敬
」

や
「
誠
」

へ
の

(26)

(27)

重
視
が
秦
の
時
代
か
ら
始
ま
り
、
程
朱
理
学
を
経
て
儒
学
思
想
シ
ス
テ
ム

に
お
け
る
重
要
な
一
部
分
と
な
っ
て
い
く
。日
本
の
場
合
を
見
て
み
れ
ば
、

最
初
は
藤
原
惺
窩
が
「
敬
」
と
「
誠
」
の
両
面
を
重
視
し
て
い
た
の
だ
が
、

林
羅
山
と
な
る
と
、
「
敬
」
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
宇
宙
に
は
基
本
的
な
道

理
が
貫
い
て
お
り
、
こ
の
道
理
が
礼
と
し
て
客
体
化
で
き
る
こ
と
が
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
山
﨑
闇
斎
は
林
羅
山
と
同
じ
く
、

「
敬
」
を
強
調
し
、
さ
ら
に
「
覚
悟
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
右
の
変

化
か
ら
、
「
敬
」
が
内
面
化
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
が
武
士
的
自
敬
の
精
神
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
後
、
「
誠
」
の
問
題
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
山
鹿

素
行
は
「
敬
」
を
重
視
す
る
と
同
時
に
「
誠
」
も
重
視
し
て
い
た
し
、
伊

藤
仁
斎
は
「
誠
」
を
「
忠
信
」
へ
の
道
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
世
が
後
期
に
入
る
と
と
も
に
、
「
誠
」
を
唱
え
る
儒
学
者
が
さ
ら
に
増

え
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
陽
明
学
の
台
頭
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
誠
意
」
を
強
調
す
る
姿
勢
こ
そ
陽
明
学

と
一
致
す
る
が
、
「
誠
意
」
に
関
す
る
彼
等
の
考
え
方
自
体
は
、
陽
明
学

と
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
陽
明
学
に
お
け
る
「
誠
意
」
と
は
、「
致
良
知
」

に
至
る
「
道
」
と
し
て
の
「
誠
意
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
儒
学
者

(28)の
考
え
た
「
誠
意
」
と
は
、
「
情
」
に
関
わ
っ
て
お
り
、
他
者
に
対
し
て
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「
誠
意
」
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
敬
か
ら
誠
へ
」
と
い
う
変

化
を
辿
っ
て
い
く
と
、
日
本
儒
学
者
の
「
情
」

に
対
す
る
寛
容
な
態
度

(29)

と
形
而
下
的
な
倫
理
的
立
場
が
、
明
ら
か
に
見
え
て
来
る
。

以
上
で
ま
と
め
ら
れ
た
「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
「
敬
か
ら
誠
へ
」
か
ら

見
ら
れ
る
「
入
世
」
の
哲
学
思
想
も
、
儒
学
か
ら
伝
承
し
た
も
の
で
あ
り
、

日
本
儒
学
者
は
そ
れ
を
吸
収
し
て
生
か
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
改
造
過
程
と
そ
の
特
質

近
世
に
お
け
る
新
儒
教
の
受
容
過
程
で
は
、
吸
収
の
ほ
か
、
そ
れ
に
対

す
る
改
造
も
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
改
造
の
基
本
的
な
目
的

は
、
儒
学
を
日
本
的
な
も
の
に
変
え
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
日
本

当
時
の
社
会
環
境
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
た
め

に
あ
る
の
で
あ
り
、
儒
学
と
道
教
と
仏
教
と
の
調
和
的
な
存
在
の
あ
り
方

を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

多
く
の
理
念
・
理
論
を
俎
上
に
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
紙
幅
の
関
係

で
以
下
の
三
点
に
だ
け
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
朱
熹
の
理
気
二
元
論

に
対
す
る
改
造
で
あ
る
。
宋
代
理
学
の
集

(30)

大
成
者
朱
熹
は
宇
宙
論
と
し
て
の
理
気
二
元
論
を
主
張
し
て
い
た
が
、
日

本
儒
学
者
は
朱
の
主
張
を
果
し
て
忠
実
に
伝
承
し
た
だ
ろ
う
か
。
朱
熹
の

理
気
二
元
論
を
受
け
入
れ
た
と
さ
れ
る
林
羅
山
の
提
唱
し
た
「
神
儒
習
合

説
」

を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
実
は
朱
の
主
張
を
彼
な
り
に
改
造
し
、
発
展

(31)

さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
林
羅
山
の
理
気
二
元
論

は
宇
宙
論
的
な
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
人
生
論
の
視
点
か
ら
論
じ
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
山
﨑
闇
斎
の
理
気
二
元
論
を
取
っ
て
み
て
も
、「
窮
理
」

の
点
で
や
は
り
朱
熹
の
思
想
と
異
な
っ
て
い
る
。
朱
熹
の
「
窮
理
」
と

(32)は
分
殊
か
ら
理
一
へ
、
ま
た
形
而
下
か
ら
形
而
上
へ
と
い
う
方
向
性
を
強

調
す
る
の
に
対
し
、
闇
斎
の
「
窮
理
」
は
客
観
的
に
存
在
す
る
「
理
」
(33)

を
排
除
し
、「
居
敬
」

に
よ
っ
て
理
一
へ
と
む
か
う
こ
と
を
主
張
す
る
も

(34)

の
で
あ
る
。
以
上
の
例
か
ら
、
日
本
の
儒
学
者
は
二
つ
の
方
面
か
ら
朱
子

学
に
対
す
る
改
造
を
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
①
朱
熹
の
形
而
上
的
「
理
」

を
物
質
と
物
質
の
間
の
法
則
、
あ
る
い
は
現
実
の
道
理
に
外
化
さ
せ
た
こ

と
、
②
朱
熹
の
理
気
二
元
論
を
日
本
的
気
一
元
論
に
改
造
し
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
原
因
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
中
国
で
仏
教
、
道
教
、
儒
教
が
そ
れ

ぞ
れ
の
社
会
階
層
に
「
住
み
分
け
」
さ
れ
て
い
た
状
況
と
違
っ
て
、
日
本

の
場
合
で
は
、
儒
教
を
受
容
し
た
階
層
が
す
で
に
神
道
や
仏
教
か
ら
影
響

を
受
け
て
い
て
、
そ
の
影
響
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
と
想

定
で
き
る
。

二
、「
君
臣
義
合
説
」

に
対
す
る
改
造
で
あ
る
。
君
臣
関
係
か
ら
考
察

(35)

し
て
み
れ
ば
、
日
本
儒
学
者
は
儒
学
の
「
義
合
説
」

を
「
天
合
説
」

に

(36)

(37)

改
造
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
儒
学
は
君
と
臣
を

「
義
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
「
君
臣
義
合
」
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
は

血
縁
で
結
ば
れ
た
「
孝
」
と
異
な
り
、
臣
の
側
か
ら
忠
が
要
求
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
君
の
側
か
ら
も
徳
な
ど
が
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
孝
」

は
血
縁
で
結
ば
れ
た
「
父
子
天
合
」

の
原
理
で
支
配
さ
れ
る
た
め
、
相

(38)

互
的
な
も
の
で
は
な
く
、
子
の
側
に
一
方
的
な
孝
行
が
要
求
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
一
方
、
日
本
の
場
合
は
、
君
臣
関
係
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

科
挙
選
抜
制
度
や
立
身
出
世
の
思
想
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
ま
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れ
な
が
ら
の
「
家
格
」

、
す
な
わ
ち
身
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

(39)

め
、
君
と
臣
の
関
係
は
「
天
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

自
然
的
に
「
君
臣
天
合
」

の
思
想
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。「
忠
義

(40)

を
尽
く
す
」
こ
と
と
「
孝
道
を
尽
く
す
」
こ
と
と
同
じ
く
、
「
天
合
説
」

の
原
理
に
支
配
さ
れ
て
い
た
以
上
、
中
国
の
場
合
と
異
な
り
、
臣
の
側
か

ら
一
方
的
な
「
忠
」
が
要
求
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
。
日
本
儒
学
者
に
よ
る

「
天
合
説
」
は
、
日
本
近
世
社
会
の
構
造
に
基
づ
い
て
、
儒
学
を
社
会
に

適
応
さ
せ
る
た
め
の
改
造
と
い
え
よ
う
。

三
、「
有
徳
者
執
政
論
」
に
対
す
る
改
造
で
あ
る
。
中
国
の
場
合
で
は
、

(41)

儒
学
が
「
有
徳
者
執
政
論
」
や
王
道
政
治
を
唱
え
、
支
配
者
が
覇
道
政
治

を
行
う
ば
あ
い
、
徳
の
あ
る
者
が
支
配
者
を
倒
し
て
王
朝
を
変
え
る
こ
と

さ
え
認
め
ら
れ
る
。
日
本
の
場
合
で
は
、「
神
孫
為
君
説
」
す
な
わ
ち
「
こ

(42)

の
世
は
神
孫
が
君
と
な
る
」
説
が
支
配
的
で
あ
り
、
中
世
に
入
っ
て
政
権

を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
武
士
階
層
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
と
な
る
こ
と
は
全

く
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
武
士
階
層
の
唱
え
て
い
た
「
有
徳
者
執

政
論
」
は
、
自
己
の
政
権
の
正
統
性
を
合
理
化
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
、

天
皇
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
含
ま
れ
な
い
。
彼
ら
の
「
有
徳
者
執

政
論
」
は
天
皇
以
外
の
階
層
に
し
か
有
効
性
を
持
た
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
し
、
神
道
に
浸
透
さ
れ
た
武
士
階
級
に
は
、
そ
も
そ
も
全
面
的
に
儒
教

の
「
有
徳
者
執
政
論
」
な
ど
を
受
容
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

近
世
日
本
は
新
儒
学
に
対
し
て
多
方
面
か
ら
改
造
を
行
っ
て
い
た
が
、

そ
こ
か
ら
異
な
る
倫
理
規
範
を
尊
重
し
た
上
で
、
自
国
の
道
徳
シ
ス
テ
ム

の
建
設
に
力
を
尽
く
し
て
い
た
近
世
日
本
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
日
本
近

世
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
吸
収
過
程
は
、
「
自
然
か
ら
作
為
へ
」
、
「
敬
か

ら
誠
へ
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
で
き
る
。
そ
れ
が
日
本
の
儒
学
者
に
よ
る
、

近
世
の
封
建
社
会
構
造
に
基
づ
い
た
改
造
の
結
果
で
、
儒
学
の
異
な
る
面

の
部
分
的
強
調
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
彼
ら
の
目

的
は
中
国
の
儒
学
者
と
異
な
り
、
社
会
構
造
の
変
容
で
は
な
く
適
応
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
受
容
は
、
ま
さ
に
日

本
独
自
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
国
に
適
用
す
る
も
の
を
部
分
的

に
吸
収
し
、
適
用
で
き
な
い
も
の
を
改
造
す
る
。
大
和
民
族
の
倫
理
観
念
、

思
考
回
路
、
審
美
的
価
値
観
な
ど
に
基
づ
き
、
儒
家
思
想
と
の
絶
え
な
い

衝
突
、
消
化
、
融
合
を
し
な
が
ら
、
日
本
民
族
の
特
色
を
持
つ
思
想
体
系

を
築
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
、
昔
の
日
本
人
た
ち
の
熱
意
が
そ
こ
に
あ
る
。

三
、
儒
学
の
当
代
に
お
け
る
価
値
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

日
本
に
お
け
る
儒
教
は
、
始
め
は
貴
族
や
官
僚
層
な
ど
支
配
者
側
の
教

養
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
至
る
と
、
一
般
民
衆
に
ま
で
浸
透
し
た
。
こ
れ

は
、
儒
教
の
ア
ジ
ア
的
展
開
の
一
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
思
う
。
儒
学
に
対
す
る
そ
う
し
た
吸
収
・
改
造
、
言
い
換

え
れ
ば
外
国
文
化
に
対
す
る
「
日
本
化
」
の
姿
勢
が
、
現
代
日
本
に
お
い

て
既
に
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
疑
う
べ
く
も
な
い
事
実
で
あ

る

。
し
か
し
な
が
ら
、
高
度
な
「
西
洋
化
」
を
抱
え
て
い
る
今
だ
か
ら

(43)
こ
そ
、
か
つ
て
の
儒
学
に
お
け
る
「
日
本
化
」
を
分
析
し
、
儒
学
復
興
に

代
表
さ
れ
る
東
洋
思
想
の
問
題
を
検
討
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
取
り
組
む
予
定
の
た
め
、本
稿
で
は
最
後
に
、

日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
儒
学
の
受
容
と
い
う
研
究
課
題
が
も
つ
現
代
的

意
義
に
つ
い
て
三
点
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
、
儒
家
思
想
に
お
け
る

融
合
と
調
和
を
追
及
す
る
精
神
、
多
元
化
と
多
様
化
を
許
容
す
る
理
念
、

倫
理
道
徳
・
規
範
と
社
会
秩
序
を
重
ん
じ
る
観
念
な
ど
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
最
中
に
あ
る
今
の
世
界
に
良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
二
、
時
代
の
変
遷
に
沿
っ
て
変
化
を
遂
げ
た
儒
学
の
理
論
構
成
へ
の
探

求
が
、
人
類
が
直
面
す
る
普
遍
的
な
問
題
（
た
と
え
ば
、
人
間
と
自
然
、
人
間

と
社
会
、
人
間
と
人
間
の
調
和
す
る
社
会
を
築
く
こ
と
な
ど
）
を
解
決
す
る
に
は
役

立
つ
と
考
え
る
。
そ
の
三
、
統
合
的
・
発
展
的
に
東
ア
ジ
ア
諸
問
題
を
研

究
す
る
一
助
に
な
れ
る
と
考
え
る
。

【
注
記
】

詳
細
は
、
安
井
小
太
郎
な
ど
『
支
那
学
』（
漢
文
書
院
、
一
八
九
四
～
一
八
九
五
年
）

1
を
参
考
。

詳
細
は
、
呉
楓
「
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
の
流
布
」
（
『
社
会
科
学
戦
線
』
一
九

2
八
〇
年
四
月
、
一
七
三
～
一
八
〇
頁
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
伊
文
成
「
日
本
に
お
け
る
儒
学
思
想
の
流
布
」
（
『
東
北
師
大
学
報
』
一

3
九
八
一
年
八
月
、
九
一
～
九
六
頁
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
李
洪
淳
「
朝
鮮
に
お
け
る
程
朱
理
学
倫
理
思
想
の
流
布
と
影
響
」（
『
東

4
疆
学
刊
』
一
九
八
九
年
三
月
、
二
〇
～
二
七
頁
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
厳
紹
璗
『
中
日
古
代
文
学
交
流
史
稿
』
（
湖
南
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
七

5
年
九
月
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
王
家
驊
『
日
本
儒
学
史
論
』
（
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
八
月
）

6

『
儒
家
思
想
と
日
本
文
化
』
（
浙
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
『
中
日
儒
学

：
伝
統
と
現
代
』
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
）
『
儒
家
思
想
と
日
本
の
現

代
化
』（
浙
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
五
月
）
お
よ
び
叶
渭
渠
『
日
本
古
代
文
学

思
潮
史
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
勾
艶
軍
「
日
本
近
世
劇
作
小
説
に
お
け
る
中
国
文
学
思
想
淵
源
」
（
『
日

7
本
問
題
研
究
』
二
〇
一
二
年
四
月
、
五
五
～
六
〇
頁
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
趙
俊
槐
「
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
『
孝
』
に
対
す
る
受
容
」
（
『
日
本

8
語
学
習
と
研
究
』
二
〇
〇
四
年
二
月
、
一
一
九
～
一
二
七
頁
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
王
暁
平
『
日
本
詩
経
学
史
』（
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
考
。

9

詳
細
は
、
尤
芳
舟
「
孔
子
思
想
と
日
本
説
集
『
十
訓
抄
』
に
お
け
る
『
孝
』
」（
『
西

10
安
外
国
語
大
学
学
報
』
二
〇
一
九
年
九
月
、
五
三
～
五
七
頁
・
九
三
頁
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
韓
小
龍
「
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
歴
史
学
的
研
究
」
（
華
東
師
範
大
学

11
博
士
論
文
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
考
。

詳
細
は
、
呉
雨
平
「
日
本
漢
詩
新
論
」（
蘇
州
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
〇
六
年
）
を

12
参
考
。

詳
細
は
、
王
向
遠
「
『
慰
』
論
：
日
本
文
学
効
能
理
論
お
よ
び
中
国
古
代
文
論
と
の

13
関
連
」（
『
東
嶽
論
叢
』、
二
〇
一
七
年
九
月
、
七
六
～
八
五
頁
）
を
参
考
。

江
新
興
「
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
学
の
『
孝
』
倫
理
の
変
容
に
つ
い
て
」『
横
浜
商

14
大
論
集
』
二
〇
一
七
年
十
月
、
九
七
頁
。

掲
載
注

、
一
〇
二
頁
。

15

8

詳
細
は
、
李
承
貴
「
禅
宗
と
朱
熹
理
学
の
離
合

―
朱
熹
の
禅
宗
に
対
す
る
理
解

16
を
視
角
に
」
（
『
社
会
科
学
戦
線
』
二
〇
二
〇
年
十
月
、
一
二
～
二
〇
頁
）
を
参
考
。

李
宗
勲
、
陳
維
新
「

―

世
紀
に
お
け
る
中
日
朝
の
原
典
儒
学
実
学
価
値
志
向

17

17

19

に
対
す
る
伝
承
と
発
展
」
（
『
社
会
科
学
戦
線
』
二
〇
二
〇
年
十
月
、
三
〇
頁
）
を
参
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考
。中

国
に
お
い
て
、
天
と
人
間
と
は
本
来
的
に
合
一
性
を
も
つ
と
し
、
あ
る
い
は
、

18
人
は
天
に
合
一
す
べ
き
も
の
と
す
る
思
想
。
中
国
で
は
、
超
越
的
存
在
と
し
て
の
天

の
概
念
が
き
わ
め
て
有
力
で
、
人
の
天
に
対
す
る
独
自
性
は
発
想
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
か
ら
、
人
の
天
へ
の
合
一
が
、
人
間
の
不
完
全
性
の
克
服
と
し
て
考
え
ら

れ
た
。
儒
家
の
天
命
説
も
、
道
家
の
、
人
は
作
為
を
捨
て
天
と
一
致
せ
よ
と
す
る
説

も
、
広
義
で
は
天
人
合
一
の
思
想
と
い
え
る
。
と
く
に
漢
代
の
儒
教
で
は
、
自
然
現

象
と
人
間
世
界
の
現
象
と
の
間
に
、
相
互
の
照
応
や
因
果
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ

こ
に
、
自
然
現
象
の
根
源
と
し
て
の
天
と
、
人
間
と
の
相
関
が
考
え
ら
れ
た
。（
出
典

：
小
学
館
『
日
本
大
百
科
全
書
』
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）

自
然
に
定
ま
っ
て
い
る
道
理
、
天
然
自
然
の
道
理
の
こ
と
で
あ
る
。（
出
典
：
小
学

19
館
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』）

人
と
し
て
行
な
う
べ
き
道
の
こ
と
で
あ
る
。（
出
典
：
小
学
館
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』）

20
『
礼
記

―
大
学
』
の
一
節
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
輝
か
し
い
徳
に
よ
っ
て
「
天

21
下
」
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
「
其
そ
の
国
を
治
め
」
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
「
其
の
家
を
斉
と
と
の
え
」
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
其

の
身
を
修
め
」
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
個
人
が
自
分
の
言

動
に
気
を
つ
け
る
こ
と
は
、
果
て
は
社
会
全
体
の
安
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。（
出
典
：
『
故
事
成
語
を
知
る
辞
典
』
）

「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
も
と
と
も
中
国
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
で
自
然

22
と
い
う
語
が
最
初
に
現
れ
て
く
る
の
は
『
老
子
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
悠

と
し
て
其
れ
言
を
貴
れ
、
功
成
り
事
遂
げ
て
、
百
姓
皆
我
を
自
然
と
謂
う
」「
人
は
地

に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
」
な
ど
で
あ
る
。（
出

典
：
株
式
会
社
平
凡
社
『
百
科
事
典
マ
イ
ペ
デ
ィ
ア
』）

人
が
自
分
の
意
志
で
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。（
出
典
：
小
学
館
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞

23
泉
』）中

国
で
は
、
智
仁
勇
の
三
徳
、
仁
義
礼
智
信
の
五
常
の
徳
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま

24
り
、
父
子
の
親
、
君
臣
の
義
、
夫
婦
の
別
、
長
幼
の
序
、
朋
友
の
信
の
五
倫
の
徳
で

あ
る
。（
出
典
：
株
式
会
社
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
第

版
）

2

お
よ
そ
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
に
確
立
し
た
近
代
市
民
社
会
の
法
を
い
う
。（
出
典
：

25
株
式
会
社
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
第

版
）

2

中
国
朱
子
学
の
修
養
法
で
あ
る
。
本
来
、
天
、
神
々
、
君
、
父
母
な
ど
に
対
す
る

26
敬
虔
で
う
や
う
や
し
い
気
持
な
い
し
は
態
度
を
い
う
が
、
朱
熹
は
こ
れ
を
自
己
の
自

己
に
対
す
る
心
の
あ
り
方
に
転
化
さ
せ
、
自
己
変
革
の
修
養
法
と
し
て
確
立
し
た
。（
出

典
：
株
式
会
社
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
第

版
）

2

中
国
思
想
の
概
念
で
あ
る
。
偽
の
対
語
で
、
う
そ
い
つ
わ
り
の
な
い
言
行
を
い
う

27
が
、
こ
の
語
が
哲
学
的
概
念
と
し
て
登
場
す
る
の
は
『
大
学
』『
中
庸
』
に
お
い
て
で

あ
る
。『
大
学
』
で
は
「
格
物
」「
致
知
」「
誠
意
」「
正
心
」「
修
身
」「
斉
家
」「
治
国
」

「
平
天
下
」
の
い
わ
ゆ
る

条
目
の
一
つ
と
し
て
で
あ
る
。『
中
庸
』
で
は
、
前
半
で

8

「
中
庸
」
が
説
か
れ
る
の
に
対
し
，
後
半
は
「
誠
は
天
の
道
な
り
、
こ
れ
を
誠
に
す

る
は
人
の
道
な
り
」
と
い
う
有
名
な
句
に
は
じ
ま
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
誠
を
中
心
に
議

論
が
展
開
す
る
。（
出
典
：
株
式
会
社
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
第

版
）

2

中
国
明
の
思
想
家
王
陽
明
の
中
心
学
説
で
あ
る
。『
大
学
』
の
「
致
知
」
の
「
知
」

28
を
『
孟
子
』
尽
心
上
編
の
「
良
知
」
で
解
釈
し
た
説
が
あ
る
。
自
己
の
固
有
す
る
「
是

非
善
悪
」
を
直
覚
的
に
弁
明
す
る
心
の
作
用
が
「
良
知
」
で
あ
り
、
そ
の
良
知
に
従

っ
て
事
物
に
対
処
し
、
か
つ
そ
の
対
処
を
通
じ
て
良
知
を
顕
現
さ
せ
る
の
が
「
致
良

知
」
の
意
味
で
あ
る
。（
出
典
：
小
学
館
『
日
本
大
百
科
全
書
』
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）

中
国
思
想
の
用
語
で
あ
る
。
狭
義
に
は
感
情
、
情
欲
の
こ
と
で
、
七
情
（
喜
、
怒
、

29
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哀
、
懼
、
愛
、
悪
、
欲
）
と
し
て
類
型
化
さ
れ
る
が
、
広
義
に
は
静
か
な
「
性
」
が

動
い
た
状
態
を
す
べ
て
情
と
呼
ぶ
。

理
と
気
を
対
置
し
て
、
こ
の
二
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
天
地
、
人
事
の
す
べ
て
を
解

30
釈
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
出
典
：
株
式
会
社
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』
第

版
）

2

日
本
土
着
の
神
祇
信
仰
（
神
道
）
と
儒
学
が
融
合
し
一
つ
の
信
仰
体
系
と
し
て
再

31
構
成
（
習
合
）
さ
れ
た
宗
教
現
象
を
指
す
。

朱
子
学
に
お
け
る
学
問
修
養
の
中
心
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
広
く
事
物
の
道
理
を

32
き
わ
め
、
正
確
な
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
読
書
を
す
す
め
た
。（
出

典
：
精
選
版
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

中
国
哲
学
用
語
で
あ
る
。
物
の
真
実
な
存
在
を
規
定
す
る
唯
一
性
を
い
う
。（
出
典

33
：
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』「
小
項
目
事
典
」）

朱
子
学
に
お
け
る
学
問
修
養
の
中
心
課
題
で
あ
る
。
心
を
一
つ
に
集
中
し
、
他
に

34
そ
ら
さ
な
い
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
静
座
を
す
す
め
た
。
（
出
典
：
精
選
版
『
日
本
国

語
大
辞
典
』）

初
期
の
儒
教
倫
理
で
は
、
君
臣
は
義
合
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
君
臣
の
関
係
は
後

35
天
的
で
人
為
的
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。（
出
典
：
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』「
小

項
目
事
典
」）

後
天
的
で
人
為
的
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。

36

先
天
的
で
自
然
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。

37

初
期
の
儒
教
倫
理
で
は
、
父
子
は
天
合
（
先
天
的
関
係
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

38
父
子
の
関
係
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
先
天
的
で
自
然
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。

家
柄
と
も
い
う
。
と
り
わ
け
江
戸
時
代
に
は
、
個
人
よ
り
も
家
が
重
ん
じ
ら
れ
、

39
社
会
的
地
位
を
示
す
家
柄
を
尊
重
す
る
と
い
う
観
念
が
公
家
の
み
な
ら
ず
、
武
家
、

庶
民
の
間
に
も
行
き
渡
っ
て
い
た
。（
出
典
：
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
「
小

項
目
事
典
」）

君
臣
の
関
係
は
先
天
的
で
自
然
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。

40

有
徳
に
し
て
治
世
安
民
を
実
現
し
う
る
者
が
、
実
質
的
に
君
主
と
し
て
政
を
執
る

41
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

こ
の
世
は
神
孫
が
君
と
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

42

詳
細
は
、
牧
角
悦
子
「
日
本
に
お
け
る
儒
教
：
そ
の
発
展
過
程
と
特
徴
」
（
『
日
本

43
漢
文
学
研
究
』
二
〇
一
六
年
三
月
、
一
七
五
～
一
七
六
頁
）
を
参
考
。

＊
本
稿
に
お
け
る
中
国
語
文
献
の
引
用
は
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。

（
中
国
浙
江
大
学
外
国
言
語
文
化
と
国
際
交
流
学
院
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
）


